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日
高
市
は
、
高
麗
神
社
様
が
あ
り
ま
す
と
お
り
、
高
句
麗
そ
し
て
渡
来
人
の
歴
史
の

あ
る
町
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

一
九
九
六
年
に
日
高
市
と
韓
国 

烏
山
市
と
の
友
好
都
市
関
係
が
結
ば
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
市
民
レ
ベ
ル
で
の
交
流
を
図
ろ
う
と
当
協
会
が
一
九
九
八
年
に
設
立
さ
れ
、

二
〇
二
三
年
に
晴
れ
て
設
立
二
十
五
年
を
迎
え
ま
し
た
。
烏
山
市
と
の
交
流
は
、

こ
れ
ま
で
四
度
に
わ
た
り
市
民
訪
問
団
を
結
成
し
烏
山
市
を
訪
問
し
て
お
り
ま
す
。

烏
山
市
の
市
長
さ
ん
を
始
め
、
多
く
の
方
に
温
か
く
歓
迎
し
て
い
た
だ
き
、
各
所
を
ご

案
内
い
た
だ
い
た
こ
と
が
、
特
に
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。 

者
数
は
一
〇
〇
〇
名
を
超
え
て
お
り
ま
す
。
近
年
で
は
ベ
ト
ナ
ム
の
方
が
増
加
の

傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
日
本
語
教
室
に
は
他
に
も
ペ
ル
ー
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ス
リ

ラ
ン
カ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
、
様
々
な
国
籍
の
方
が
来
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
今

後
も
市
内
の
地
域
や
小
中
学
校
に
関
係
す
る
方
々
と
も
交
わ
り
、
少
し
で
も
外
国

籍
の
方
に
お
手
伝
い
で
き
る
よ
う
、
活
動
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。 

令
和
五
年
度
は
、
新
た
な
試
み
と
し
て
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
方
を
講
師
と
し
、
英

語
を
使
っ
た
小
中
学
生
対
象
の
お
菓
子
作
り
体
験
教
室
を
開
催
し
ま
し
た
。
ま
た
、

市
民
ま
つ
り
で
は
、
外
国
語
の
文
字
（
モ
ン
ゴ
ル
語
、
シ
ン
ハ
ラ
語
【
ス
リ
ラ
ン
カ
】
、

韓
国
語
）
を
使
い
、
名
前
を
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
に
書
い
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
ネ
ー
ム
ホ
ル
ダ

ー
を
作
る
ブ
ー
ス
を
運
営
し
、
一
〇
〇
名
を
超
え
る
程
の
来
場
が
あ
り
人
気
と
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
子
ど
も
達
が
楽
し
く
学
び
な
が
ら
参
加
で
き
る
行
事
を

企
画
す
る
な
ど
し
、
若
い
方
が
国
際
交
流
に
関
心
を
も
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
進
め

て
ま
い
り
ま
す
。
日
高
市
並
び
に
市
民
の
皆
様
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、

国
際
交
流
の
発
展
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。 

「
日
高
市
国
際
交
流
協
会
の
活
動
」 

日
高
市
国
際
交
流
協
会 

会

長 

天 

野 

正 

男 

を
開
い
て
お
り
ま
す
が
、
近
年
で
は
会
員
の
高
齢
化

が
進
ん
で
お
り
現
在
、
若
い
人
達
が
よ
り
参
加
し
や

す
く
な
る
よ
う
環
境
づ
く
り
に
も
努
め
て
お
り
ま

す
。
学
習
者
の
中
に
は
母
国
へ
帰
国
し
て
か
ら
も
お

世
話
に
な
っ
た
事
を
忘
れ
ず
、
再
び
来
日
し
た
際
に

は
日
高
市
を
訪
れ
る
方
も
お
り
ま
す
。
ま
た
習
得
し

た
日
本
語
を
使
い
自
国
で
仕
事
を
さ
れ
て
い
る
方

も
お
り
ま
す
。
今
現
在
、
日
高
市
内
の
外
国
人
登
録

韓国 烏山市訪問時の交流写真 

日高市民まつりのスタッフ集合写真 

当
協
会
は
、
先
輩
方
が
築
き
上
げ
て
き
た
烏
山
市
と

の
交
流
は
も
と
よ
り
、
も
っ
と
広
く
市
内
在
住
の
外
国

人
の
方
々
に
、
困
っ
て
い
る
事
が
な
い
か
支
援
を
し
て

い
こ
う
と
日
々
活
動
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
部
会
は
、

「
広
報
部
会
」
・
「
イ
ベ
ン
ト
部
会
」
・
「
日
本
語
学
習
部

会
」
と
三
部
会
に
分
か
れ
て
お
り
ま
す
。
中
で
も
日
本
語

教
室
は
活
動
の
中
核
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
日
常
生
活

な
ど
で
一
番
に
重
要
な
事
と
し
て
二
十
年
に
渡
り
教
室 

お
さ
ん 

二
組
の
三
十

さ

ん

じ

ゅ

う

六
歌
仙

ろ

っ

か

せ

ん

額

―
拝
殿
を
荘
厳
し
た
歌
仙
額
―

三
十
六
歌
仙
と
は
、
平
安
時
代
中
期
の
藤
原

ふ
じ
わ
ら
の

公
き
ん

任
と
う

が
選
び
出
し
た
歌
人
三
十
六
人
の
総
称
で

す
。
三
十
六
歌
仙
の
詠
歌
と
肖
像
を
書
き
添
え
た

額
が
「
三
十
六
歌
仙
額
」
で
す
。 

高
麗
神
社
に
は
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）（
写

真
1

）、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）、
寛
政
二
年

（
一
七
九
〇
）、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
と
、

あ
わ
せ
て
四
回
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。
現
存
し
て
い

る
の
は
、
宝
永
の
歌
仙
額
と
、
安
政
の
歌
仙
額
の

二
組
で
す
。 

宝
永
三
年
の
歌
仙
額
は
、
長
方
形
で
す
（
写
真

2

）。
慶
長
の
額
の
表
面
を
削
り
、
再
興
さ
れ
ま

し
た
。
二
八
面
が
現
存
し
て
い
ま
す
。 

安
政
三
年
の
歌
仙
額
は
、
桐
の
厚
板
で
作
ら
れ

た
絵
馬
形
で
す
（
写
真
3

）。
寛
政
の
額
の
表
面
を

削
り
、
再
興
さ
れ
ま
し
た
。
全
三
六
面
が
現
存
し

て
い
ま
す
。
昭
和
の
御
造
営
ま
で
は
拝
殿
に
掲
げ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

寄
進
者
の
子
孫
は
、
半
数
が
高
麗
地
区
に
健
在

で
す
。
御
先
祖
が
目
に
し
て
い
た
歌
仙
額
を
子
孫

の
方
や
、
氏
子
の
皆
さ
ん
に
も
ご
覧
い
た
だ
き
た

く
、
紙
面
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

写真 1 慶長 2 年 

三十六歌仙額寄進札写 

社
宝
見
聞
録

写真 2 宝永 3 年 三十六歌仙額 源
みなもとの

公
きん

忠
ただ

 

写真 3 安政 3 年 三十六歌仙額 在原業平
ありわらのなりひら

 

（
横
田
稔 

高
麗
神
社
主
任
学
芸
員
） 
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二
月 

《
祈
年
祭

き

ね

ん

さ

い

》 

お
米 

歳
時
記 

《
若
光

じ

ゃ

っ

こ

う

祭
さ

い

・
お
田
植

た

う

え

祭
さ

い

》 

《
収
穫

し

ゅ

う

か

く

祭
さ

い

》 

《
新
嘗
祭

に

い

な

め

さ

い

》 

祈
年
祭
は
「
と
し
ご
い
の
ま
つ
り
」
と
も
称
し
、
秋
の
新

嘗
祭
と
対
に
な
る
形
で
、
古
く
か
ら
重
要
な
祭
祀
と
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
五
穀
豊
穣
と
国
家
安
泰
を
神
々
に 

 

毎
年
五
月
中
旬
頃
に
予
定
さ
れ
る
親
子

参
加
型
の
「
子
ど
も
神
輿

み

こ

し

」
と
「
田
植
え
」

の
行
事
で
す
。
神
幸
祭
の
祭
典
を
行
い
、

神
輿
を
担
ぎ
境
内
を
練
り
歩
き
ま
す
。
神

輿
の
後
は
、
種
も
み
か
ら
発
芽
し
た
お
米

の
苗
を
バ
ケ
ツ
の
田
ん
ぼ
に
植
え
る
お

田
植
行
事
を
行
い
ま
す
。
高
麗
神
社
・
熊

野
神
社
（
新
堀
）
・
稲
野
辺
神
社
（
新
堀
）

 
 

三
社
合
同
行
事
で
す
。 

毎
年
十
一
月
二
十
三
日
は
、
天
皇
陛
下
が
そ
の
年
の
新
穀

を
神
々
に
御
神
供
な
さ
れ
る
新
嘗
祭
が
、
皇
居
・
神
嘉
殿

に
お
い
て
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
倣
い
全
国
各
所
の
神
社

に
お
い
て
も
新
嘗
祭
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
五
穀
豊
穣
を

神
々 

た
子
ど
も
た
ち
が
、
た
わ
わ
に
稔
っ
た
稲
を
手
刈
り
し
、

「
ハ
サ
カ
ケ
」
に
し
ま
す
。
稲
刈
り
後
は
、
楽
し
い
「
か

か
し
作
り
」
や
高
麗
神
社
で
創
作
し
た
紙
芝
居
「
お
米

よ 

大
き
く
な
あ
れ
！
」
の
上
演
も
い
た
し
ま
す
。 

二
月 

五
月 

十
月 

十
一
月 

祈
る
祭
り
で
あ
り
、
宮
中
や
伊
勢
の
神
宮
を
は
じ
め
、
全

国
の
神
社
で
も
毎
年
二
月
十
七
日
を
中
心
に
行
わ
れ
ま

す
。
高
麗
神
社
で
は
、
二
月
二
十
三
日
に
氏
子
総
代
参
列

の
も
と
天
長
祭
と
共
に
午
前
九
時
よ
り
執
り
行
い
ま
す
。

祭
典
に
は
、
昨
年
収
穫
し
た
お
米
の
中
よ
り
種
も
み
と
し

て
使
用
す
る
分
を
、
ご
神
前
に
お
供
え
し
て
お
り
ま
す
。 

十
月
上
旬
の
土
曜
も
し
く
は
日
曜
に

予
定
し
て
い
ま
す
。
五
月
に
行
っ
た
若

光
祭
・
お
田
植
祭
で
田
植
え
に
参
加
し 

神
々
へ
奉
告
し
感
謝
す
る
祭
事
で

す
。
社
殿
前
に
は
収
穫
祭
で
皆
が
刈

り
取
っ
た
稲
を
懸

か
け

税
ぢ
か
ら

とし
て

供
え

ま
す
。
そ
の
後
、
一
部
を
翌
年
の
種
も

み
と
し
て
保
存
し
残
り
は
精
米
し
て

ご
神
前
の
お
供
え
物
と
し
ま
す
。 

創
作
紙
芝
居
「
お
米
よ 

大
き
く
な
あ
れ
！
」 

田
植
え
か
ら
収
穫
ま
で
の
お
米
の
成
長
の
物
語 

収
穫
祭
に
て
上
演
予
定 

右：神輿渡御の様子 

下：バケツの田んぼに苗を

植えている様子 

上：色紙を付けてかかし作り 

右上：収穫祭の様子 

右下：稲の刈り取り方を説明中 収穫祭で刈り取った稲の束を

新嘗祭にて供えます（懸税） 

側ではかかしも見守ります 

新嘗祭にて宮司が祝詞で 

五穀豊穣の奉告と感謝を申

し上げます 

祈年祭は氏子総代が参列し

厳かに執り行われます 

お
米
は
神
へ
の
第
一
の
お
供
え
物
で
す
。
苗
か
ら
成
長
し
収
穫
を
む
か
え
て
供
え
ら
れ
、
又
次
年
の
種
と
な
り
ま

す
。
お
米
が
順
調
に
育
ち
収
穫
さ
れ
る
事
は
、
そ
の
地
域
の
営
み
が
順
調
で
あ
っ
た
象
徴
と
も
い
え
ま
す
。 

神前に供える

種もみ 

神
社
ま
め
知
識 

『
直
会

な
お
ら
い

の
意
義
に
つ
い
て
』 

 

直
会
と
は
、
祭
り
の
終
了
後
に
神
前
に
供
え
た
食
物
や
お
酒
を
、
神
職
を

は
じ
め
参
列
者
の
方
々
で
戴
く
こ
と
を
い
い
ま
す
。 

 

古
く
か
ら
お
供
え
し
て
神
々
が
召
し
上
が
っ
た
食
物
を
人
々
が
戴
く
こ

と
で
、
神
々
の
恩
恵
を
戴
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
共
食
に
よ
り
神
と
人
と
が
一
体
と
な
る
こ
と
が
、
直
会
の
根
本
的
意
義

で
あ
る
と
い
え
ま
す
。 

 

簡
略
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
お
酒
（
日
本
酒
）
を
戴
く
こ
と
が
一
般
的

な
儀
礼
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
お
酒
が
神
饌
の
中
で
も
米
か
ら

造
ら
れ
る
重
要
な
品
目
で
あ
り
、
ま
た
調
理
を
せ
ず
に
そ
の
場
で
直
接
戴

く
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
象
徴
的
に
行
う
も
の
と
な
り
ま
し
た
。 

 

神
々
に
お
供
え
し
た
物
を
下
げ
て
戴
く
と
い
う
こ
と
は
、
宮
中
に
お
い

て
も
毎
年
執
り
行
わ
れ
る
新
嘗
祭

に
い
な
め
さ
い

の
際
に
、
天
皇
陛
下
が
親
し
く
新
穀
を

神
々
に
捧
げ
、
ま
た
御
自

お
ん
み
ず
か

らも

召
し
上
が
る
と
い
う
儀
礼
に
見
る
こ
と
が

で
き
、「
神
と
人
が
共
に
食
事
を
す
る
」
と
い
う
祭
り
の
根
本
的
意
義
が
示

さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

直
会
の
語
源
を
「
な
お
り
あ
い
」
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。
神
職
は
祭
り 

に
奉
仕
す
る
に
あ
た
り
、
心
身
の
清
浄
に
努
め
る
な
ど
の
斎
戒

さ
い
か
い

をい
た
し
ま

す
。
神
職
作
法
で
定
め
る
斎
戒
の
規
程
に
は
、「
斎
戒
中
は
、
潔
斎

け
っ
さ
い

し
て
身
体

を
清
め
、
衣
服
を
改
め
、
居
室
を
別
に
し
、
飲
食
を
慎
み
、
思
念
、
言
語
、 

 

動
作
を
正
し
く
し
、
穢

け
が
れ

、不
浄

に
触
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。 

 
 

通
常
の
生
活
と
は
異
な
る
様
々
な
制
約
が
あ
り
、
祭
り
の
準
備
か
ら
祭
典
を

経
て
、
祭
典
後
の
直
会
を
も
っ
て
す
べ
て
の
行
事
が
終
了
し
、
斎
戒
を
解
き
も

と
の
生
活
に
戻
り
ま
す
。「
な
お
ら
い
」
の
語
源
は
、「
も
と
に
戻
る
＝
直
る
」

の
関
係
を
示
し
て
、
そ
の
役
割
を
述
べ
た
も
の
で
す
。 

 

直
会
が
神
事
と
し
て
重
要
な
作
法
で
あ
り
、
一
般
の
宴
と
は
異
な
る
の
も
、

こ
う
し
た
意
義
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。 

平成 27年 2月 22 日撮影 

祈年祭 祭典中の様子。平成 27 年は、社殿増改

築工事のため仮社殿にて祈年祭を斎行いたし

ました。 

同日撮影 

祈年祭終了後、総会ののち直会を行います。 

写真は、祈年祭で供えた御神酒をわけて、宮司

先導のもと戴く所作を行っている様子です。 

御神酒を戴く前後に一拍手を行います。 

参
考
書
「
神
道
い
ろ
は
」 

監
修 

神
社
本
庁
教
学
研
究
所 

発
行 

神
社
新
報
社 

➃ ➂ 



 

昭
和
二
十
六
年
十
月
十
八
日
、
坂
口
安
吾
は
二
、
三
日
前
か
ら
身
を

寄
せ
て
い
た
親
友
檀
一
雄
宅
を
立
ち
、
壇
と
文
芸
春
秋
社
の
編
集
者 

中
野
修
を
連
れ
て
高
麗
神
社
を
訪
れ
た
。
既
に
売
れ
っ
子
の
文
筆
家
と

な
っ
て
い
た
安
吾
は
、
雑
誌
『
文
春
』
に
「
安
吾
の
新
日
本
地
理
」
と
い

う
連
載
を
抱
え
て
お
り
、
編
集
者
を
同
行
し
た
の
は
、
そ
の
取
材
も
か

ね
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。 

飯
能
駅
に
降
り
立
っ
た
一
行
は
、
駅
の
広
告
に
惹
か
れ
て
当
時
、
天

覧
山
の
麓
に
あ
っ
た
東
雲
亭
で
昼
食
を
と
っ
た
。
東
雲
亭
と
言
え
ば
県

下
に
知
ら
れ
た
温
泉
旅
館
で
、
平
山
盧 ろ

江
こ

う

が
晩
年
を
過
ご
す
な
ど
、 

 

作
家
文
筆
家
が
よ
く
投
宿
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
、
昭
和
天
皇
の
行
幸
に

高
麗
神
社
を
訪
れ
た
人
々
～
文
学
編
～ 

坂
口

さ

か

ぐ

ち

安
吾

あ

ん

ご

『
高
麗
神
社
の
祭
り
の
笛
』 

高
麗
神
社 

宮
司 

高
麗
文
康 

“
十
月
十
八
日
” 

高
麗
神
社
の
氏
子
で
あ
れ
ば
誰
で
も
わ

か
る
こ
の
日
の
当
社
の
光
景
を
、
安
吾
は

「
社
殿
の
下
に
人
が
む
れ
て
い
る
。
笛
の

音
だ
。
太
鼓
の
音
だ
。
あ
あ
、
獅
子
が
舞
み

だ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
な
ん
と
い
う

奇
妙
な
こ
と
だ
ろ
う
」
（
坂
口
安
吾
著 

『
高
麗
神
社
の
祭
り
の
笛
』
以
下
記
述
が

な
け
れ
ば
同
著
）
と
受
け
止
め
た
。
翌
日
に

例
祭
を
控
え
た
こ
の
日
は
、
祭
り
の
準
備

る
。 

あ
た
り
、
行
在
所
に
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
安
吾
一
行
は
田
舎
料
理
を
ゆ
っ

く
り
堪
能
し
た
の
だ
ろ
う
タ
ク
シ
ー

で
高
麗
神
社
に
到
着
し
た
の
は
夕
方

だ
っ
た
。 

と
獅
子
舞
の
予
行
を
行
う
の
が
常
で
あ
る
。
氏
子
は
こ
の
獅
子
の
予
行
を
、

い
さ
さ
か
訛
っ
て
「
ブ
ッ
ツ
ォ
ロ
イ
」
と
呼
ぶ
。
安
吾
一
行
は
思
い
が
け

ず
、
こ
の
「
ブ
ッ
ツ
ォ
ロ
イ
」
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
の
だ
っ
た
。
し
か

し
、
安
吾
が
奪
わ
れ
た
の
は
「
目
」
よ
り
も
「
耳
」
だ
っ
た
よ
う
だ
。
獅
子

舞
の
旋
律
を
奏
で
る
篠
笛
の
音
色
を
「
物
悲
し
く
単
調
な
笛
」
の
音
と
し
、

「
荒
々
し
く
悲
し
く
死
ん
だ
切
な
い
運
命
の
神
様
を
泣
き
な
が
ら
慰
め
て

い
る
」
よ
う
に
聞
い
た
。
筆
で
音
階
を
伝
え
ら
れ
な
い
も
ど
か
し
さ
か
ら

だ
ろ
う
か
、「
日
本
の
音
律
に
一
番
こ
れ
に
よ
く
似
た
も
の
が
、
た
だ
一
ツ

だ
け
あ
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
子
供
達
の
『
も
・
う
・
い
・
い
・
か
ア
～
い
』

『
ま
ア
・
だ
・
だ
・
よ
ー
オ
』
と
い
う
隠
れ
ん
ぼ
の
声
だ
。」
と
郷
愁
を
そ

そ
る
説
明
を
添
え
て
い
る
。 

翌
十
九
日
、
安
吾
一
行
は
再
び 

高
麗
神
社
を
訪
れ
た
。
あ
い
か
わ
ら

ず
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
よ
う
な
気
分
は
抜

け
な
か
っ
た
が
、
無
計
画
で
も
な
く
、

汽
車
に
乗
っ
て
高
麗
駅
に
つ
く
と
川

沿 

で
紹
介
さ
れ
た
本
人
の
感
想
に
し
て
は
、
ひ
ど
く
そ
っ
け
な
い
と
感
じ

た
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
随
筆
は
『
文
芸
春
秋
』
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
、

そ
の
後
、
講
談
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
安
吾
の
古
代
史
探
偵
』
に
も
掲

載
さ
れ
た
。 

奏
さ
れ
る
こ
と
に
は
フ
シ
ギ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
締
め
く
く
っ
た
。 

筆
者
は
か
つ
て
、
先
代
宮
司 

高
麗
澄
雄
に
、
安
吾
は
ど
ん
な
人
だ
っ
た

か
？
、
と
質
問
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
作
品
に
な
い
裏
話
を
期
待
し
て
の
こ

と
で
あ
っ
た
が
、
澄
雄
は
、
ぬ
っ
と
し
た
人
だ
っ
た
、
と
言
う
主
観
的
か
つ

曖
昧
な
表
現
で
答
え
た
。
作
品
中
に
「
若
い
神
官
は
、
非
常
に
正
確
に
物
を

考
え
、
正
確
な
こ
と
だ
け
語
ろ
う
と
常
に
心
が
け
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。 

そ
れ
は
教
養
の
高
さ
を
示
し
、
こ
の

奇
妙
な
歴
史
を
も
つ
村
で
、
新
し
い

教
養
を
見
る
の
が
フ
シ
ギ
の
よ
う

な
、
し
か
し
好
も
し
い
も
の
で
あ
っ

た
。」
と
客
観
的
か
つ
具
体
的
な
賛
辞 

坂
口 

安
吾 

略
歴
〈
明
治
三
十
九
年
生
〉 -

本
名
は
坂
口 

炳
五
（
へ
い
ご
） 

昭
和
の
第
二
次
世
界
大
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
活
躍
し
た
、
近
現
代
日
本
文
学
を
代
表

す
る
小
説
家
の
一
人
。
純
文
学
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
小
説
や
推
理
小
説
、
文
芸
や
時
代
風

俗
か
ら
古
代
史
ま
で
広
範
に
材
を
採
る
随
筆
、
囲
碁
・
将
棋
に
お
け
る
タ
イ
ト
ル
戦
の 

観
戦
記
な
ど
多
彩
な
活
動
を
通
し
、
無
頼
派
・
新
戯
作
派
と
呼
ば
れ
る
地
歩
を
築
い
た
。 

沿
い
を
歩
い
て
、
高
麗
神
社
を
目
指
し
た
。
到
着
し
た
時
、「
獅
子
舞
は

山
上
の
社
殿
跡
に
登
っ
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
ち
に
山
上
へ
急
ぐ
。」
と

早
速
、
獅
子
を
追
い
か
け
た
。
安
吾
が
獅
子
の
後
を
追
っ
た
山
と
は
、

境
内
の
西
端
に
あ
る
小
高
い
丘
の
よ
う
な
山
で
あ
る
。
作
品
中
に
は
「
社

殿
跡
」
と
あ
る
が
、
実
際
は
水
天
宮
が
祀

ま

つ

ら
れ
て
い
る
。「
ホ
コ
ラ
」
と

だ
け
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
ど
ん
な
祠
が
祀
ら
れ
て
い

る
の
か
興
味
が
わ
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

安
吾
は
こ
の
日
獅
子
舞
を
見
学
し
、
獅
子
の
笛
の
楽
譜
を
手
に
入
れ

た
。
い
わ
ゆ
る
唱
歌
（
し
ょ
う
が
）
を
書
き
と
ど
め
た
も
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
唱
歌
を
詳
細
に
考
察
し
「
異
国
の
山
中
に
流
れ
て
き
て
死
ん
だ
亡
国

の
一
貴
族
の
運
命
を
考
え
れ
ば
、
か
か
る
哀
調
切
々
な
る
楽
が
神
前
に 

奏
さ
れ
る 

境内での坂口安吾 高麗駅 将軍標と坂口安吾 

59 代当主 高麗澄雄 

棒使いを先頭に参道を進む 

撮影 昭和 20 年代 

支度を手伝う一場面 

撮影 昭和 20 年代 

撮影 昭和 20 年代 
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《
信
仰
の
山 

日
和
田
山

ひ

わ

だ

さ

ん 

編
》 

地
域
歴
史
散
歩 

 

日
和
田
山
（ 

標
高
三
〇
五
ｍ
）
は
、
ハ
イ
キ

ン
グ
の
名
所
と
し
て
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
多

く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
お
り
ま
す
。 

山
を
登
り
始
め
て
ま
も
な
く
す
る
と
、
大
き
な

石
の
鳥
居
が
見
え
、
緩
や
か
な
傾
斜
の
「
女
坂
」

方
面
と
、
岩
場
の
あ
る
「
男
坂
」
方
面
へ
の
分
岐

が
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
の
道
を
行
っ
て
も
金 こ

刀
比

と

ひ

羅 ら

神
社

じ
ん
じ
ゃ

の
前
に
合
流
し
、
登
山
者
は
お
参
り
を
し

て
、
更
に
そ
の
裏
手
か
ら
山
頂
へ
の
道
を
進
ん
で

行
き
ま
す
。 

山
頂
は
、
爽
快
な
景
色
を
眺
め
、
お
弁
当
を
広

げ
る
な
ど
、登
山
を
楽
し
み
休
憩
を
取
る
人
で
賑

わ
い
ま
す
。
筆
者
が
登
頂
し
た
際
に
思
っ
た
事
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
山
頂
に
立
つ
大
き
な
石
塔
（
推

定
三
・
五
ｍ
）、
皆
さ
ん
気
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

こ
れ
は
宝
篋
印
塔

ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う

と
言
い
、「
宝
篋
印

ほ
う
き
ょ
う
い
ん

陀
羅
尼

だ

ら

に

」

（
呪
文
）
を
内
に
収
め
た
仏
塔
の
一
種
で
す
。 

礼
拝
供
養
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
亡
く
な
ら
れ
た

方
が
現
世
で
犯
し
た
罪
を
消
し
、
極
楽
浄
土
へ
往

生
で
き
る
と
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。
石
塔
に
は 

「
享
保
一
〇
年
銘
・
聖
天
院
三
五
世
隆
敞 

建
立
」

と
あ
り
ま
す
。
神
社
や
仏
塔
、
他
に
も
中
世
頃
の
石

塔
の
痕
跡
が
存
在
し
た
と
い
う
『
新
編
武
蔵
風
土

記
稿
』
の
記
録
も
あ
り
、
古
く
か
ら
神
様
や
仏
様
が

祀
ま
つ

られ

、
信
仰
さ
れ
て
き
た
山
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
日
和
田
山
に
は
、
ま
だ
ま
だ
私
た
ち
の 

知
ら
な
い
顔
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

金
刀
比
羅
神
社
に
つ
い
て
埼
玉
県
神
社
庁 

発
行
『
埼
玉
の
神
社
』
に
は
、
祭
神
は
諸
書
に
よ

り
一
定
せ
ず
、
大
物

お
お
も
の

主
命

ぬ
し
の
み
こ
と

・
崇 す

徳
と
く

天
皇

て
ん
の
う

、
大
国
主

お
お
く
に
ぬ
し
の

神
か
み

、
金

か
な

山
彦

や
ま
ひ
こ
の

命
み
こ
と

など

複
数
の
神
名
が
記
さ
れ
て

い
る
。
な
ぜ
、
日
和
田
山
に
神
社
が
奉
斎
さ
れ
た

の
か
、
明
確
な
伝
え
が
無
い
が
、
氏
子
は
火
防
・

盗
賊
除
け
の
あ
り
が
た
い
神
と
伝
え
て
き
た
、 

と
あ
り
ま
す
。 

巾着田から見た日和田山 

金刀比羅神社 

日和田山頂に立つ「宝篋印塔」 

金刀比羅神社からの爽快な景色 

男坂の途中にある滝不動 

金刀比羅神社 

上図：『埼玉の神社』より抜粋 

編 
集 

後 

記 

担
当
・
保
々 

 

祈願随時受付 毎日８：３０～１７：００ （１２/３１は、１４：００まで） 

※ご予約の必要はありません。 

初宮詣・七五三・ランドセルのお祓い（３月上旬～4月上旬） 

人生儀礼各種・商売繁昌・厄除け・方位除け・車お祓い 

高麗神社々務所 埼玉県日高市新堀 833 ☎042-989-1403 

今
号
で
日
和
田
山
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
昨
年
六

月
の
「
渡
来
人
の
里
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
き
っ
か
け

で
す
。
日
和
田
山
の
ダ
イ
ダ
ラ
ボ
ッ
チ
伝
説
を
地

理
の
視
点
か
ら
見
つ
め
、
地
域
の
魅
力
を
講
演
い

た
だ
い
た
張
大
石
（
チ
ャ
ン 

テ
ソ
ク
）

先
生
が
、
最
後

の
段
で
話
さ
れ
た
事
が
特
に
気
に
な
り
ま
し
た
。 

『
日
和
田
山
頂
か
ら
は
、
神
奈
川
県
大
磯
町
の
高

麗
山
が
見
え
る
時
が
あ
る
』
と
。
専
門
家
で
な
い

と
分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
若
光
様
ゆ

か
り
の
両
地
を
結
ぶ
そ
の
線
も
浪
漫
で
す
よ
ね
。 

第
二
十
回 

渡
来
人
の
里
フ
ォ
ー
ラ
ム 

令
和
六
年
六
月
二
十
三
日
（
日
）
十
四
時 

開
会 

実
施
内
容
・
「
講
演
」
お
よ
び
「
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
」 

テ
ー
マ 

・
「豊
か
な
自
然
を
生
か
す 

～
も
の
づ
く
り
の
視
点
か
ら
～

」 

講 

演 

・
漫
画
家 

や
く
み
つ
る 

 

他 

出 

演
・
香
胡
園 

代
表 

鈴
木
香
純 

弓
削
多
醤
油
（ 

株 

）
代
表 

弓
削
多
洋
一 

《
催 

事 

予 

告
》 

歴
史
、
文
化
、
音
楽
、
宗
教
、
地
理
、
工
芸
や
技
術
な
ど
、
様
々
な
分
野
で
活
躍
す
る
専
門

家
を
お
招
き
し
、
そ
の
分
野
の
観
点
か
ら
お
話
い
た
だ
き
ま
す
。
渡
来
人
ゆ
か
り
の
地
を
基

に
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
活
性
化
に
繋
が
る
要
素
を
探
り
ま
す
。 

＜過去に開催したテーマ＞ 

第 18 回 高松塚古墳壁画 

発見 50 年に寄せて 

第 19 回 高麗郷の伝説  

地理の視点から地域の魅力を探る 

第
九
回 

高 

麗 

郡 

偉 

人 

伝 

 

仮
称
「
飯
能
市
ゆ
か
り
の
大
名 

黒
田
直
邦

く

ろ

だ

な

お

く

に 

展
」 

令
和
六
年
八
月
二
十
四
日
（
土
）
～
九
月
一
日
（
日
） 

実
施
内
容
・「
展
示
・
講
演
会
・
ゆ
か
り
の
地
見
学
会
な
ど
」 

今
日
の
礎
に
は
、
先
人
達
が
困
難
に
立
ち
向
か
い
築
き
上
げ
て
き
た
も
の
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
地
域
を
代
表
す
る
偉
人
た
ち
の
人
生
を
学
び
、
未
来
を
歩
ん
で
行
く
一
助

と
な
る
よ
う
『
高
麗
郡
偉
人
伝
』
を
開
催
い
た
し
ま
す
。 

＜過去に開催したテーマ＞ 

第７回 飯能出身 忠義の武人 

       中山信吉 特別展 

第８回  社会事業や慈善事業に 

貢献した教育者 発智庄平 特別展 

     

開
催
の
一
～
二
ヵ
月
前
に
詳
細
情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

や
チ
ラ
シ
・
ポ
ス
タ
ー
に
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

⑧ ⑦ 
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